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は じ め に

う ど ん こ 病 は， 主要な植物病害の一つであ り ， 通常 は
植物の葉， 茎 を 白色粉状の菌叢で覆 う 特徴的 な病微 を呈
す る 。 そ の結果， 光合成能力 の低下 に よ る 生育不良や収
穫期間 の短縮な ど に よ る 減収 を 招 き ， ま た 花弁や果実 に
発生 し た場合 に は 品質低下 を も た ら し ， 花木で は 開花 し
な い な ど商品価値 を損 な い， し ば し ば深刻 な被害 を生ず
る 。

本病菌 は， 培地上で人工培養で き ず， 生 き た植物体上
で し か生存で き な い絶対寄生菌で あ る こ と ， 本病菌の大
多数の種は体構造の大部分が植物体表面 に存在す る 外部
寄生菌であ る こ と の 2 点で， 通常の植物病原菌類 と は異
な る 特異な菌群 と し て 知 ら れて い る 。

現実 に は， 病徴が特徴的で， 診断が し や す し かっ 防
除薬剤が う ど ん こ 病菌 の 属 ・ 種 を 問わ ず有効で あ る こ と
か ら ， 病原菌 の詳細 な観察や調査 ・ 研究がな く と も す ん
で き た ， と い え る であ ろ う 。 確か に ， 実用 的 に は， 病徴
か ら あ る い は病原菌の簡単 な観察 で， う ど ん こ 病 と し て
診断す る こ と は可能で あ る 。

し か し ， 最近の新発生 う ど ん こ 病の増加 を 考 え る と ，
そ の原因 を考察 し ， 防除対策 を構築す る た め に は， 従来
よ り も よ り 詳細 な 調 査 や 試験， 検討が必要 で あ る 。 ま
た ， う ど ん こ 病 を 専門 と し て い る 研究者が， 必ず し も 多
く は な い実情 を考 え る と ， 多 く の 方々 に う ど ん こ 病菌 に

興味 を持 っ て い た だ い て ， 新た な研究の展開 を は か つ て
欲 し い も の と 願 う 。

花 き 類の う ど ん こ 病 に つ い て は ， 萩原 (1998 a. b) . 
植松 ・ 萩原 (1987) に よ る 本誌の優れた総説で も ふ れ ら
れて い る が， 本稿で は ， う ど ん こ 病菌 と の つ き 合い 方 を
念頭 に 置 き ， 本病の 多様 な 姿 を ， 病徴発現の 多様性， 分
類の枠組み と 菌の 同定， 最近話題 に な っ た 菌， 今後の課
題な ど に つ い て話題提供 し ， う ど ん こ 病研究の参考 に供
し た い。

な お ， 最近の う ど ん こ 病の新発生 を 含 め た 発生増加 に
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は ， ど ん な 要因が考 え ら れ る の か を 探 る こ と は重要な課
題であ る が， そ れぞれの宿主植物の栽培 ・ 生産 お よ び病
害固有の背景が あ り ， 一概 に 論ず る こ と は危険であ る こ
と か ら ， こ こ で は ふ れ な か っ た 。

I う どん ニ 病の発生時期 お よ び病徴 と 標徴

う ど ん こ 病 は ， 通常 は植物の葉， 茎 に 発生す る が， パ
ラ な ど で は 花弁， イ チ ゴ な ど で は 果実 と い っ た 商品 と し
て重要な部位 に も 発生 し ， ま た ヤ シ ャ プ シ類では種子表
面 に も 発生が認め ら れ る 。 う ど ん こ 病が発生 し た 部 位
は， 通常表面 を 菌叢 (菌糸 と 分生子柄， 分生子) に覆わ
れて 白色粉状 に な り ， 葉や新梢での発生が激 し い場合 に
は， 波打 っ た り ね じ れた り 変形 を 生 じ ， 観賞樹木 な ど で
は生育 を 損 な う だ け でな く ， ハ ナ ミ ズ キ の場合の よ う に
開花が見 ら れ な く な る 。 ま た ， 草本 ・ 木本植物 と も ， 早
期落葉 を起 こ し て ， 生育期間や収穫期聞が短縮す る 。

1 う どん こ 病の発生時期

う ど ん こ 病の発生時期 と 発生期間 に 関す る 調査 は 少 な
し 本 間 (1981) . 堀 江 ・ 小 林 (1983) と 大 野 ( 1975)
の報告があ る だ け であ る 。 大野 (1975) は ， 神奈川 県 に
お り る 樹木の う ど ん こ 病 に つ い て の調査か ら ， 発生の最
盛期 を 中 心 に し た 発生 時期 と し て ， 春型， 春 夏型， 夏
型， 夏秋型， 秋型の五つ の型 を報告 し て い る 。 一方， 本
間 (1991) は， 四 国 に お け る う ど ん こ 病菌の種類 と 発生
時期 と の 関係 に つ い て ま と め ， 概 し て 秋 に 発生 が 多 い
が， 通年型， 春型， 秋型， 晩秋型 に 分 け ら れ る と し て い

る 。 南北 に 長 い 日 本の北 と 南で は 当 然様子 を異 に す る と
考 え ら れ， 大野 ( 1975) と 本間 (1991) の報告で も 発生
時期 を 異 に す る 例 が見 ら れ る 。 富 山 県での例 を 参考 に ，
発生時期 と し て 気 に な る も の を い く つ か挙 げ て み た い。
マ サ キ や ウ パ メ ガ シ な ど の う ど ん こ 病の よ う に 年 中発生
し て い る 例， せ い ぜい で 5 月 中 い っ ぱい の発生で あ る ユ
キ ヤ ナ ギ う ど ん こ 病 の 例， 富 山 県 で は 10 月 か ら 翌年 7
月 ま で生育 し て い る エ ン ド ウ 自体 に ， う ど ん こ 病の発生
が 6 月 か ら 7 月 は じ め ま で と ， 極 め て 短期間だ け 発生す
る 例， レ ン ゲ の生育す る 秋か ら 翌年の 5 月 い っ ぱい発生
す る レ ン ゲ う ど ん こ 病の例 と ， い ろ い ろ な例 を挙 げ る こ
と がで き る 。 し か し一般 に は ， 夏 の終わ り か ら 発生 し ，
短期間 に病勢 を 拡大 し て 終息す る 例が多 い の で は な い だ
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ろ う か。 ま た ， ヨ モ ギ う ど ん こ 病の よ う に ， 春早 く か ら
発生 し始め， 梅雨 を越 し て ， 夏 に は い っ た ん終息傾向 に
あ り ， 秋 に 入 る と ま た 息 を 吹 き 返 し て 発病 を 広 げ， 晩秋
に 閉子の う 殻 を形成す る と い っ た 発生経過 を た ど る も の
も 多 い。 当然， 温室 内 で は野外 と は様子 を 異 に し， 周年
発生 も あ る と 考 え ら れ る 。

2 う どん こ 病の病徴

本病の病徴 は， 典型的 に は 白色粉状であ る 。 こ の特徴
的な病徴の ゆ え に診断が容易 な病害のーっ と さ れ， 肉眼
に よ る 診断で も 誤診 さ れ る こ と は少な い。 し か し ， 本病
の病徴 は発生ス テ ー ジ に よ っ て 変化 し ， 菌叢がい つ も 白
色粉状 を呈す る わ け で は な く ， 灰褐色や茶褐色 を呈 し た
り あ る い は菌叢が消失 し かか っ た り す る こ と も あ り ， 発
生 を 見逃す こ と も 少な く な い。

一方で， 葉の変形， 病斑部の黄化， 褐変 あ る い は紫色
化， グ リ ー ン ア イ ラ ン ド 形成 (病斑部が緑色 を保ち 周辺
部が退色 ・ 黄化) な ど の よ う に ， 植物体の異常か ら う ど
ん こ 病の発生 に 気づ く こ と が あ る 。 ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ う ど

ん こ 病で は， 葉や新梢が変形す る し ， マ メ ガ キ う ど ん こ
病の よ う に ， 病斑部が黒褐色 を呈 し， む し ろ 黒渋病 と 呼
ん だ ほ う が い い よ う な病徴 を 呈 し た り ， あ る い は カ シ類
の紫かび病の よ う に葉裏 に 紫褐色 の 厚 め の 特徴的な菌叢
を生ず る こ と も あ る 。 こ の ほ か に マ テ パ シ イ う ど ん こ 病
や カ シ類紫かび病な どでは， 表側か ら 見た と き の病斑部
の顕著な黄化や葉の ゆ が み に よ っ て 気づ く こ と が し ば し
ば あ る 。 ま た ， シ デ 類 の う ど ん こ 病 や Uncinuliella
simulans (SALMON) ZHENG & CHEN var. simulans に よ る
ノ イ バ ラ う ど ん こ 病の よ う に ， 菌叢が薄 く 必ず し も 典型
的 な 白 色粉状 を 呈 し な い た め に 見逃 し や す い も の が あ
る 。 こ の よ う な場合 に は， 病斑部 を 斜め に し て み る と ，
菌叢が見やす く な り ， 本病 と 診断 で き る こ と があ る 。 病
斑 に 直接光線が当 た る と 反射 し て 見 に く い場合や， む し
ろ 薄明か り か薄 日 が射 し た病斑の ほ う が見つ け や す い場
合な ど， 光線の加減 と 関係 し て い て ， 必ず し も 晴天の 日
に発見 し や す い わ け で は な い。

3 閉子の う 殻か ら の診断

と こ ろ で， 閉子の う 殻の形成が本病の診断 に 結ひやっ く
こ と も 少 な く な い 。 白色粉状の菌叢上 に形成 さ れ る 閉子
の う 殻 は， 発見 し や す く ， カ シ 類 に 発生す る Erysかhe
gracilis ZHENG & CHEN は 白色の菌叢上 に 関子の う 殻 を び
っ し り と 作 る 。 ま た ， 葉 の 裏 に 発生す る Phyllactinia 属
菌 に よ る う ど ん こ 病 は， 閉子の う 殻が他の う ど ん こ 病菌
に比べて格段 に 大 き し 見つ け や す く かっ ルーペ を 用 い
れば本属菌 と 診断す る の も 容易 な く ら い であ る 。 ま た ，
シ デ属植物の う ど ん こ 病 は， 菌叢 は薄いが閉子の う 殻が

びっ し り と 形成 さ れ る こ と で見つ け や す い。
閉子の う 殻 を 形成す る 時期 の 菌叢 は ， 多 く の場合， 必

ず し も 白色 で は な く 灰褐色で あ っ た り ， 消失 し かか っ た
り し て お り ， 慣れな い う ち は ルーべ に よ り し っ か り 観察
す る 必要があ る 。 一方で， 最近発見 さ れた カ マ ツ カ う ど
ん こ 病 (佐藤 ら ， 1996) は ， 主 に葉の裏 に 発生す る が，
肉眼では菌叢 は ほ と ん ど認 め が た い。 本病 は た ま た ま 他
の病害 に よ る 病斑 を ル ー ペ で見 て い た 機会 に 閉子の う 殻
を認め た こ と か ら 発見 し た病気で あ る 。 そ の後 は ， カ マ
ツ カ を 見 つ け る ご と に う ど ん こ 病の発生 を 確認 し て い
る 。 同様な例 に ， ヒ ュ ウ ガ ミ ズ キ う ど ん こ 病 (佐藤 ・ 堀
江， 1998) が あ る 。 こ れ は ， 最初， 激 し い雨 の 中 ， 高尾
森林公園 で採集 し た が， た ま た ま ル ー ペ で覗 い た l 枚の
葉の裏側 に 閉子の う 殻 を 見 つ け た こ と が発端だ っ た 。 周
辺の葉 を た く さ ん探 し た が そ の葉以外 は見つ か ら ず， 翌
日 晴れ上が っ た神代植物公園 で， わ ず か に 葉縁が 白 色 を
呈 し 閉子の う 殻 を 形成 し た 材料 を 多 数入手す る こ と がで
き た 。 本 う ど ん こ 病 は， 粉状 と い う ま で に は い か な い が
白 色 を 呈 し ， わ か つ て し ま え ば確か に う ど ん こ 病 ら し い
病徴であ っ た が， わ か り に く い病徴の一つ に は違い な い
と 思 う 。 こ れ ら 二つ の例の よ う に ， 葉の裏側 あ る い は毛
が多 い葉 に 発生す る 場合 に は ， 毛耳や光沢の せ い で， 菌
叢 を認 め がた い こ と も あ り ， こ の よ う な場合 に は ル ーペ
の使用 や形成 さ れて い る 閉子 の う 殻が発見 に つ な が る 。

4 閉子の う 殻の形成状況

う ど ん こ 病菌 は ， 主 と し て 閉子の う 殻世代 の形態的特
徴 に よ っ て ， 同定 ・ 分類 さ れ る 。 し た が っ て ， 閉子の う
殻 を発見す る こ と が病原菌の 同定 に は重要であ る 。 閉子
の う 殻の形成状況 は， う ど ん こ 病菌の種類 あ る い は宿主
植物 に よ っ て 大 き く 異 な る 。 一般 に ， 閉子の う 殻 は ， 分
生子形成が盛 ん な季節 (時期) あ る い は菌の生育 ス テ ー
ジ で は形成 さ れず， 分生子形成が貧弱 に な っ て か ら 形成
さ れ る こ と が多 い。 つ ま り ， 一般 に 閉子の う 殻 は ， 秋 に
形成 さ れ る こ と が多 い。 し か し ， カ モ ジ グ サ や オ オ ム ギ
う ど ん こ 病菌 (Blumeria graminis (DC.) Speer) の よ
う に 春先 に 形成す る 場合， ユ キ ヤ ナ ギ， シ モ ツ ケ な ど の
う ど ん こ 病菌の よ う に 夏前 に 形成す る 場合， あ る い は キ
ョ ウ ガ ノ コ や コ ゴ メ ウ ツ ギ の う ど ん こ 病菌の よ う に ， 夏
前 と 秋 に 形成 す る も の も あ る (堀 江 ・ 小林， 1983 ; 大
野， 1984 ; 佐藤 ・ 野津， 1988) 。

閉子の う 殻の形成場所 は ， 通常 は葉であ る 。 い ずれの
植物上 で も ， Phyllactinia 属菌 は 時期が来れば閉子 の う
殻を見つ け や す く ， 葉の裏や葉柄上 に 形成 し て い る 。 こ
れに対 し て， ユ キ ヤ ナ ギ う ど ん こ 病の よ う に 葉 に 菌叢が
認め ら れで も 閉子の う 殻形成 は ほ と ん ど見 ら れず， む し
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ろ 新梢で形成が認 め ら れ る も の が あ り ， キ ュ ウ リ や オ ナ
モ ミ う ど ん こ 病の よ う に 閉子の う 殻の形成が ま れな場合
に は， 葉縁の病斑部 に 注 目 し て 探 し て み る 。 ラ ナ ン キ ュ
ラ ス う ど ん こ 病で は ， 閉子の う 殻 は地際部 の茎 に わ ずか
に 形成す る 。 コ ナ ラ な ど の 葉 に 発生 す る Uncinula se
ρtata SALMON は， 葉の裏側 に 閉子 の う 殻 を形成す る が，
白色の菌叢 を ほ と ん ど認 め な い。 ま た ， 閉子の う 殻 は多
く の場合菌叢の上 に 形成 さ れ る が， ユ キ ヤ ナ ギや コ ゴ メ
ウ ツ ギ う ど ん こ 病の よ う に比較的厚 ぽ っ た い菌叢内 に埋
生す る 場合 に は 見つ け に く い。 時 に は昆虫の糞や う ど ん
こ 病菌への寄生菌の柄子殻 に だ ま さ れ る こ と も あ る 。

表-1 う ど ん こ 病菌の属数 と 種数

属数

種数

Powdery 

mi ldew fungi 

Cystotheca 

Sphaerotheca 

Podoゆhaera

ErysiPhe 

Setoerysiphe 

Blumeria 

Brasiliomyces 

Microゆhaera

Meduso早haera

A rthrocladiella 

Sawadaea 

Uncinula 

Uncinuliella 

Bulbouncinula 

Ty，ρhulochaeta 

Leveillula 

Pleochaeta 

Phyllactinia 

種数の合計

表 - 2 う ど ん こ 病菌の各属の種数

BRAUN 郊 ・ 余 HOMMA 
( 1987) ( 1 987) ( 1937) 

3 2 2 

50 22 6 

12  6 4 

102 56 7 

1 

1 l 

3 

125 39 17 

1 

l 

5 6 3 

81 44 23 

4 3 

1 1 

4 2 I 

8 1 4  1 

5 2 1 

23 32 9 

442 241  74  

野村
( 1997) 

14 

199 

大谷

( 1 988) 

2 

2 1  

8 

27 

l 

l 

48 

3 

29 

2 

l 

I 

1 

10 

166 

E う どん こ 病菌の分類

う ど ん こ 病菌の分類学的体系化 は， 世界で初 め て う ど
ん こ 病菌 の モ ノ グ ラ フ を 作 っ た SALMON ( 1900) に 始 ま
る 。 つ い で ]ACZEWSKIl ( 1927) が 詳 細 な 検 討 を 行 い，
POLLACl ( 1911 ) や BLUMER (1933) が ヨ ー ロ ツ ノ f を 中 心
に し た 地誌的 ・ 分類学的研究 を お し進め た 。 一方我が国
お い て は ， HOMMA ( 1937) が初 め て 日 本産 う ど ん こ 病菌
の モ ノ グ ラ フ を ま と め た 。 こ れ は 当 時 と し て は世界 に 通
用 す る 立派 な業績で， 我が国 で は ， 以後 こ の モ ノ グ ラ フ
に 基 づ い て 分類 さ れ て き た 。 一方， 1980 年代 に 入 る 前
後 か ら ， ヨ ー ロ ツ パ (BRAUN ， 1987) と 中 国 ( 郊 ・ 余，
1987) で う ど ん こ 病菌の分類学的再検討が集中 的 に 始 ま
り ， 新た な分類体系 が提起 さ れて き た 。 こ の よ う な海外
での新た な分類学的研究 を 背景 に ， 日 本産 の う ど ん こ 病
菌の分類学的検討 は ， 東京農業大学 の 野村 ・ 丹田 ら の グ

ルー プが， ま た 宿主植物 を 中心 と し た う ど ん こ 病菌の調
査 は新潟大学の平田 ・ 和 田 ら が研究 を 継続 し て い た 。 さ
ら に ， 野村 ・ 丹田 ら の研究 グ ル ー プ は ， 北海道大学所蔵

野村

の HOMMA の標本 を 中 心 に 精 力 的 な 見 直 し を 進 め
て き た 。 そ れ ら 研 究 の 一 部 も 含 め て ， 大 谷
(1988) は 「伊藤誠哉 日 本菌類誌第 3 巻 第 2 号j
の 中 の ウ ド ン コ キ ン 自 (Erysipheles) と し て 14
属 166 種 を 記載 し ， 日 本産 う ど ん こ 病菌の新た な
分 類 学 的 枠 組 み を 提 起 し た 。 こ れ は， BRAUN 
( 1987) の提起 し た う ど ん こ 病菌 の 分類学 的再検
討 の 枠組 み を 踏襲 し て お り ， HOMMA 以 来 の 研究
を 引 き 継 ぐ重要 な集大成 で あ る と 同時 に ， 分類学
的研究の指針 を 提起 し て い る 。 さ ら に 10 年後，
野村 (1997) は ， 上記検討 と そ れ ま で に 採集 し た
5 万余点、 に及ぶ 自 ら の標本 を も と に し た 「 日 本産
ウ ド ン コ 病菌 科 (Erysiphaceae) の 分類 学 的研
究j を 著 し た 。 HOMMA ( 1937) の モ ノ グ ラ フ (11
属 74 種) か ら 半世紀 を 過 ぎ て ， 野村の モ ノ グ ラ
フ で は， 14 属 199 穣 の 菌が記載 さ れ て い る (表-
1) 0 HOMMA の モ ノ グ ラ フ と 比較 し て ， 大 谷 と 野
村の そ れで は ， う ど ん こ 病菌 の 属 と し て 最 も 重要
と 考 え ら れ る Sphaerotheca， Erysiphe お よ び
Micro.ゆhaera の 各 属 菌 の 種 数 が 増 加 し て い る
(表 2) 。 な お ， 野村 (1997) は ， 我が国固有の種

と し て ， 79 種 が数 え ら れ， こ れ は 全種数 に 対 し
て約 40% と 高 い比率 で あ る こ と を 指摘 し て い る 。

( 1997) 

2 

25 

8 

38 

1 

1 

52 

4 

32 

2 

1 

l 

1 

14 

199 1 閉子の う 殻世代の 形態的特徴

* 他 に 郊 ・ 余 (1987) で は ， Trichocladia 属 8 種， Furcouncinula 属 1 種 う ど ん こ 病菌 は ， 閉子の う 殻世代 の形態的特徴
に よ り ， 属 お よ び種 に 分類 さ れ る ( 図 ー1) 。 つ まが記載 さ れて い る .
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h 

図 ー 1 う どん こ 病菌の|羽子の う 殻一世代の形態的特徴の例

a. E，ys，:þlte， b. Microゆ!wel'，α， c. Uncinnla， d. Sþhaemtlleca， e. Podos. 

þhaera f. Unicinllliella， g. Blllmenia， h. P!lyllactinia， i .  Sawadaea， j 

乃'þlutlocllaela (k .  Phyllacti17ia の筆状制1.1胞) ， 1 子 の う と 子の う 胞子 (a，

b， c， f，  g， h， i ，  j は子の う が複数倒 : d， e は子 の う がf問であ る )

り ， 付 属 糸 の 形 態 (菌糸状， 規則 的 な 二又 分校， 渦 巻
く ， 基部が球形で先端が針状， こ ん棒状) と 閉子の う 殻
内の子の う が単数か複数 か に よ っ て ， 属の分類 を行 う 。
さ ら に ， 閉子の う 殻の直径， 閉子の う 殻の殻壁細胞の大
き さ ， 付属糸 の生ず る 位置， 付属糸 の 本数 ・ 長 さ ・ 基部
と 先端の太 さ ・ 分校回数 ・ 隔壁数， 閉子の う 殻内の子の
う の形態 ・ 個数 と 大 き さ ， 子 の う 内 の 子 の う 胞子 の 形
態 ・ 個数 と 大 き さ な ど の特徴 に よ っ て ， 極 の 分類 を 行
つ 。

実際に筆者の研究室で行 っ て い る 手順 を示す。 ま ず，
擢病葉 な ど か ら 実体顕微鋭下で有柄針 を 用 い て ， 1/10 
規定の KOH 溶液 を載せ た ス ラ イ ド ガ ラ ス に ， 閉子の う
殻 を 1 個ずつ ば ら ば ら に 数個乗せ る 。 こ の と き に ， r羽子
の う 殻の形成状況 (表生す る 菌叢 の 中 に埋生す る か し な
い か， 菌叢上 に 散生す る か群生す る か) と 閉子の う 殻か
ら の付属糸の生ず る 位置 を チ ェ ッ ク し て お く o 次 に ， カ
ノ てー グ令 ラ ス を静か に か け て 観察 を 始め る 。 ま ず， 付 属糸
の形態 と 閉子 の う 殻 を つ ぶ し て ， 子 の う の {回 数 を 観察
し ， 所属す る 属 の 見当 を つ け る 。 属 に よ っ て観察す る 項
目 が少 し 異 な る が， 閉子の う 殻の直径 と 付属糸の本数 と
長 さ を計測 し， つ い で顕微鏡で観察 し な が ら ， カ バー グ

ラ ス の上 か ら 先細 に し た 割 り 箸 の 先端で押 し て 関子の う
殻 を l 個 ず つ つ ぶす。 そ の と き ， つ ぶ し な が ら 閉子の う
殻内の子の う 数 を 数 え る 。 つ い で， 子の う 内 の 子の う 胞
子数 も 数 え る 。 そ の後， 子の う と 子の う 胞子の形態 お よ
びそ れ ら の大 き さ を 測定 す る 。 ま た ， 付属糸 の分校数や
隔壁数 を計測 す る 。 以上の観察結果 を ， モ ノ グ ラ フ の記
載 と 比較 し て 検討 し ， 種 の 同定 を行 う 。

種 の 同 定 ・ 分類 は 専 門 的 な 知識 と 経験 を 必 要 と す る
が， 分類学的検討の 入 り 口 を理解す る こ と は比較的容易
で あ り ， そ の 後 の 研 究 に 大 き く 影 響 す る 。 そ こ で，
BllAurぜ ( 1 987) の モ ノ グ ラ フ を基礎 と し た ， 本病菌 の 分
類 の 枠組 み と 本邦産 菌 の 属 の検索表 を 以 下 に 示 す (勝
本， 1992 : 大谷， 1988) 。 ま た， こ れ ら の 中 の 主 な 属 と
そ れ ら 属の 中 の種の クソレ ー プ に つ い て ， BRAUN ( 1 987) ， 
大 谷 (1988) の 検 索 表 を 参考 に ， 以 下 に 簡単 に 整理 し
た。

う ど ん ニ 病 菌 科 Erysiphaceae の 分 類 体 系 ( BllAUN，

1987) 
1 Subfarnily Erysiphoideae 

菌 糸 体 が 外 生 し ， 不 完 全 世 代 が Hyphomycetes の
Oidium に 属 す る 菌類。
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( 1 )  Tribus Erysipheae 
閉子の う 殻内 に 子の う を 複数個形成。

① Subtribus Erysiphinae 
付 属 糸 が 菌 糸 状 で， 閉 子 の う 殻 に 背 腹 性 が な い

(Eηゆhe， Setoeη'siphe， Blumeria， Bれnsiliomyces) 。
② Subtribus Microsphaerinae 
付属糸 は， 規則的 に 二又 に 分校 す る (Microゆhaera，

Medusoゆhaera， Arthrocladiella) 。
③ Subtribus Uncinulinae 
付 属 糸 は 単 条 で， 先 端 が 渦 巻 く か か ぎ 状 に 曲 が る

( Uncinula， Uncinuliella， Bulbounαnula) 。
④ Subtribus Sawadaeinae 
付属糸 は二又 に 分枝 し か っ 先端部が渦巻 き 状か か ぎ状

に 曲 が る (Saωaぬea) 。
⑤ Subtribus Typhulochaetinae 
真の付属糸 は な く ， 閉子の う 殻の頂部 に 梶棒形の特別

な細胞* 1 を 生 じ ， 先端 は謬質性本2 ( TJφhulochaeta) 。
( 2 ) Tribus Cystotheceae 
閉 子 の う 殻 内 に 子 の う を 1 個 形 成 ( Cystotheca， 

Sphaerotheca， Podosþhaera) 。
2 Subfamily Phyllactinioideae 

菌 糸 体 が 部 分 的 に 内 生 し ， 不 完 全 世 代 が
Hyphomycetes の Oidiopsis， Ovularioρsis， Stre. 
ρtopodium に 属 す る 菌 類 (Phyllactinia， Leveillula， 
Pleochaeta) 。

日 本産 う どん こ 病菌科の属の検索表 :

1 菌糸は宿主植物体上 に 表生 し ， 吸器 を表皮細胞内
に入れ， ま れ に 一部の菌糸が宿主組織内 に 入 る 。
不完全世代 が Hyphomycetes の Oidium 属 に 所
属す る 菌類 (Subfamily Erysiphoideae) . . . . ・ H ・ . 2
菌糸 は一部が宿主植物体上 に 表生す る が， 大部分
は気孔か ら 宿主組織内 に 入 り ， 宿主 の 柔組織細胞
中 に 吸 器 を 入 れ る (Subfamily Phyllactinioid. 
eae) . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ . . … … … . . . ・ H ・ . . … … 12

2 一閉子の う 殻内 に は l 個の子 の う が あ り ， 分生子 は
フ ィ プ ロ シ ン体 を有す … … . . ' ・ H ・ . . . . . . . ・ H ・ - … …3
閉子の う 殻内 に は 2 個以上の子の う が あ る … …5

3 付属糸 は先端が規則的 に二又に分校す る
. . . . . .  Podosþhaera 

-付属 糸 は 菌糸状で， 分校 し な い か ま た は不規則 に

判} 真の付属糸 で は な く ， Phyllactinia 属菌の 閉子の う 殻上部 に 生

ず る 筆状細胞に類す る と の説 も あ る (大谷， 1988) . 

叫 本菌の付属糸 と Phyllactinia 属 菌 の 筆状細 胞 は， 水 に 会 う と
破裂 し， そ れ ら の原形を と ど め な い こ と が あ る .

分枝 し ， あ る い は ほ と ん ど こ れ を 欠 く ・ H ・ H ・ . . …4
4 一閉子の う 殻の殻援細胞が内外 2 層 か ら な り ， 容易

に分離す る 。 菌糸 の一部 は 毛状の細胞 と な る 。 プ
ナ科植物 に 寄生 . . . . ・ H ・ . . . . ・ H ・ - … H ・ H ・ . . . . Cystotheca 
閉 子 の う 殻 の 殻壁細胞 は 2 層 で は な く 分離 し な
い。 毛状細胞 を 生 じ な い … . . . ・ H ・ . .Sphaerotheca 

5 付属糸 は閉子の う 殻の上部 に 多数生 じ こ ん棒形，
そ の先端 は修質性 . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ - … . T沙hulochaeta
付属糸 は こ ん棒形では な く ， 膝質性で も な い …6

6 付属糸 は菌糸状 … . . . ・ H ・ H ・ H ・ - … … … … … . . . ・ H ・ . . 7
一付属糸 は菌糸状で は な い … … . . . ・ H ・ . . … … . . . ・ H ・ . . 9

7 一付属糸 は長短 2 形 あ り ， 長付属糸 は菌糸状， 無色
で， 閉子の う 殻の 赤道商付近か ら 生 じ ， 短付属糸
は 剛毛状， 淡褐色で太 く ， 関子の う 殻の上半分に
生ず る … . . . . ・ H ・ . . . . . . ・ H ・ . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ " Setoelツ'siphe

一付属糸 は I 形の み で， 菌糸状， 閉子の う 殻の基部
か ら 生 じ ， 無分校 あ る い は 不規則 に 分校 し ， し ば
し ば菌糸 と 絡み合 う . . . ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ - … . . . . ・ H ・ . . . 8

8 一分生子柄の基部 は球状 に 膨大 し ， 吸器 は手指状の
突起 を有す る . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . … … . . . ・ H ・ . . …Blumeria

一分生子柄の基部 は膨大せ ず， 吸器 は手指状の突起
を有 し な い … . . . ・ H ・ . . … … … … . . . ・ H ・ . . …EηIsiphe

9 一付属糸の先端 は 二又 に 分校す る 。 分校 し な い付属
糸 を 混 じ る こ と も あ る … … . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . 10

一付属 糸 は 分校せ ず， 先端 は 渦巻 き 状 あ る い は か ぎ
状 に な る … … … … . . . ・ H ・ H ・ H ・ - ・ … … … … . . . ・ H ・ . . l l

10一付属 糸 は 先端部 あ る い は上部で 1�数回規則 的 に
二又 に 分枝す る 。 分生子 は単生 … Microゆhaera

一付属 糸 は 二又 あ る い は 三又 に 分校 し ， 先端は 渦巻
き 状で， 閉子の う 殻の上半部 に 生ず る 。 分生子 は
鎖生 し， フ ィ プ ロ シ ン体を有す … … ' Sawadaea

II一付属糸 は長短 2 形で， 短付属 糸 は鎌形
… Uncinuliella 

一付属糸 は l 形で長 い ・ H ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ . . … Uncinula
12一菌糸 は 内生 し ， 不完全世代 は Oidioρsis 属 に 所属

す る ・ H ・ H ・ - … … … … . . . . . . ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ . .Leveillula 
菌 糸 は 一部 表生 し ， 不 完 全世 代 は Ovulariopsis
属か Str.ψtopodium 属 に所属 す る . . . . ・ H ・ - … … 13

13一付属糸 は， 先端が渦巻 き 状で， 閉子の う 殻の 上半
部 に 多数生ず る 。 不完全世代 は Str.ψtoρodium 属
に所属 . . . . ・ H ・ . . . . . . ・ H ・ . . . ・ H ・ . . . . ・ H ・ . . . . ・ H ・ .Pleochaeta 

-付属糸 は， 基部が球状で先端 は尖 る 針状で， 閉子
の う 殻 の 赤 道 面 か ら 生 ず る 。 不 完 全 世 代 は
Ovularioρsis 属 に 所属 . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . …Phyllactinia
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主要 な 属 内 の グル ー プ分 け :

Sphαerotheca 属

① 閉 子 の う 殻 の 殻壁 細 胞 の 大 き さ が， 平 均 で 20
μm 以下 (section Sphaerotheca) 。

② 殻壁細胞 の 大 き さ が平均で 20 μm 以上 あ る い は
一部 30 μm 以上 (section Magnicellulatae) 。

③ そ れ ら の 中間 の大 き さ 。 最後の グルー プは 4 種知
ら れて い る だ け で， 大多数は前二 つ の グルー プの菌であ
る 。

Podosphaera 属

① 付属糸が閉子の う 殻の赤道面か ら 生 ず る グルー プ
(section Podosphaera) 。

② 閉子 の う 殻 の 頂部 か ら 生ず る グ ル ー プ (section
Tridactyla) 。

二つ に 分 け ら れ る 。
Erysiphe 属

① 分生子 は 単生 し (Pseudooidium type) ， 菌 糸 上
の 付 着器 は こ ぶ し 状 で， 子 の う 胞子 は (2) 3-8 個 (sec
tion Erysiphe) 。

② 分生子 は 鎖生 し (Euoidium type) ， 菌 糸 上 の 付
着 器 は 乳 頭 突 起 状， 子 の う 胞 子 は 2 (4) 個 (section
Golovinomyces) 。

③ 分生子 は鎖生 (Euoidium type) であ る が， 菌糸
上の付着器 は こ ぶ し状， 子の う 胞子 は年内 は未熟で， 越
冬前 に 成熟 す る こ と は な い (section Galeopsidis) 。 ③
の グルー プの菌は， 4 種知 ら れて い る だ け で あ り ， 前二
つ の グルー プの 中間的な菌 と 考 え ら れて い る 。

Microsphaera 属

① 付属糸 の形態が， 長 く て 剛直でな く ， 先端の二又
分校がル ー ズ な菌 (section Tricoc1adeila) 。

② 剛直で先端の二又分校が規則的で し っ か り し て い
る 菌 (section Caloc1dia ま た は sectin Microsphaera) 。

③ 先端の二又分枝が規則的で長 く こ ん棒状で反 り 返
る こ と は な い菌 (section Arthroc1adia) 。

三つ の グルー プ に 分 け ら れ る 。
最後の 三つ 目 の グ ルー プは， ク コ に 寄生す る 菌 Arth

rocladiella mougeotii (Lev. ) VASSILKOV と し て 有名 で 1
種のみであ る 。 し た が っ て ， 大多数は前 2 者の グルー プ
に属す る 菌であ る 。

Uncinul，α 属

① 付属糸 の先端部が膨大す る グルー プ。
② 膨大 し な い グル ー プ。
二 つ に 分 け ら れ る 。

Phyllactiniα 属

本属菌の分類 は， 研究者 に よ っ て 大 き く 異 な る 。 中 国
(ZHENG and CHEN， 1985 ; 却 ・ 余， 1987) と 日 本 (大谷，
1988 ; 野村， 1997) あ る い は 韓 国 (SHlN ， 1988) の 研究
者は， 種 を 細 か く 分 け る 傾向 が あ る の に 対 し て， BRAUN 
( 1987) は， 大 き く 分類 し て い る 。 今後， 遺伝子解析 な
どの手法 に よ り ， 系統関係 を 明 ら か に し た う え で， 種の
分類 を再構築す る 必要 が あ る と 考 え ら れ る 。

2 分生子世代の形態的特徴

最近報告 さ れて い る 新発生の う ど ん こ 病で は ， 閉子 の
う 殻世代が見つ か ら な い場合が多 く ， 菌の分類学的位置
が明確 に で き な い 。 閉子の う 殻世代が見つ か ら な い理由
は不明であ る が， 新病害 と し て 記録す る こ と は， 病原菌
の分布， 宿主範囲， 生活史 な ど を 考 え る う え で， 大変重
要であ る 。 分生子世代 の形態的特徴 に よ る う ど ん こ 病菌
の識別 に つ い て は， 古 く は津田 (1914) の提言が， 最近
の も の と し て ， BOESWINKEL ( 1977， 1980) の 詳細 な報告
があ る 。 筆者 も ， 閉子の う 殻が見つ か ら な い場合で も ，
そ の分生子世代 の形態的特徴か ら ， う ど ん こ 病菌 の大 ま
かな位置 を想定す る と と も に ， 病害 と し て の あ る い は宿
主 と し て の 重要性 (AMANO， 1986) な ど に も 注 目 し て 報
告す る こ と を提案 し た い。 な お ， 従来 は， 不完全世代 の
形態 の み の記録で あ っ て も ， 過去の文献や欧米の 記載 に
基づ き ， 完全世代 の学名 を 当 て る こ と も 多 か っ た 。 し か
し， 最近で は ， 可能 な 限 り 種名 を検討 し直 し ， 完全世代
が確認 さ れ て い な い場合 に は Oidium sp. と し ， 完全世
代 の種名 も ， BRAUN (1987) や 大 谷 (1988) に 従 っ て 変
更 を 進 め て い る (岸， 1998) 。 ま た ， う ど ん こ 病 の 採集
リ ス ト と し て 記録 さ れて い る も の の ， 菌の形態 が不明 な
も の も 少 な く な く (岸， 1998) ， こ の よ う な場合 に も ，
せ め て 不完全世代 の形態記載が欲 し い も の で あ る 。 以下
に， う ど ん こ 病菌の分生子世代 の形態的特徴 に つ い て 述
べ る と と も に ， そ の報告 を す る 際の記載法 に つ い て 提案
し た い。

分生子世代の属

う ど ん こ 病菌の分生子世代 と し て ， Oidium， Ovular-
10ρsis， Oidiopsis と Strepto.ρodium の 各 属 が知 ら れ て い
る (図-2， 3) 。

Oidium : 菌 糸 体 が 表 生 し ， う ど ん こ 病 菌 科 の 亜 科
Erysiphodeae の 不完全世代。 完全世代 が 見 つ か る と ，
Cystotheca， S;ρhaerotheca， Podosphaera， Eη'siphe， Mi
crosphaera， Uncinula な ど の 各属 に 所属 す る と 考 え ら れ
る 菌。

Oidiopsis : Leveillula 属 の不完全世代。 菌糸体 は 内部
寄生性で， 分生子柄 は 気孔 を 通 し て 内生菌糸 か ら ， ま れ
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a b d τ七 f
図ー2 う ど ん こ 病菌の分生子板の形態的特徴の例

a. Blumelia graminis 鎖 生) ， b. S.ρhae1'Otheca 

/附ca (鎖生) ， c. EηIS争he polygani (単生) ， d. Erysi. 

Phe cichoracearum (鎖生) ， e. Phyllactinia sp. f. 

Leveillula sp . ，  g. Pleochaeta sp. 

に 表 生 菌 糸 か ら 生 ず る 。 分 生 子 は 大 き く
(30� 100 x 10�30 μ m) ， 単 生 す る 。 分 生 子 は
primary conidia と secondary conidia の 2 型
カ宝 あ る 。

Ovularioρsis : Phyllactinia 属 の 不完全世代。
菌糸体 は， 半内部寄生性。 分生子柄 は表生菌糸
か ら 生ず る 。

図-3 う ど ん こ 病菌の分生子の発芽管の形態例
a. Sphaerotheca ρannosa 型 ， b. S.ρhaerotheca 

fuliginea 型， c と d. Erysiphe ρolygoni 型， e. Eηsi. 

ρhe cichoracearum 型， f. Uncinula 型， g. Blumer

ia (EηISIμze) graminis 型

表-3 う どん こ 病菌の分生子世代 の形態 と 完全世代 の各属 と の関係

フ ィ プ

Streptopodium : Pleochaeta 属 の不完全世代。
分生子 菌糸上の

発芽管の形態 ロ シ ン 相当 す る 完全世代 の 属
柄 付着器

菌糸体 は 内生 と 表生の二つ の型があ り ， 分生子
柄 は 下部が ら せ ん状 に 渦巻 き ， 表生菌糸状 に 生
ず る 。

上 記 3 属 の 中 で， Oidium が 圧 倒 的 に 多 い
が， さ ら に詳細 な検討 を 進 め る た め に は， 分生
子世代 の形態 の 中 で特 に 重 要 な形質 と し て ， ①
分生子 あ る い は分生子柄 に フ ィ プ ロ シ ン体 を有

す る か ど う か， ②分生子が鎖生す る か単生す る
か， ③菌糸上の付着器の形態が こ ぶ し状か乳頭
突起状か， ④分生子の発芽管 の形態 な ど に つ い
て 検討す る 必 要 が あ る 。 ほ か に ， 分 生 子 柄 の
Foot-cell の 大 き さ ， 分生子柄の 基部 が ま っ す

体

S戸hαerotheca 有
戸annosa 型

Sphaerotheca 有
fuliginea 型

Eη51戸he 無
cichoracearum 型

Erysi戸he 無
ρolygoni 型

U肌inula 型 無

鎖生 わ ず か な めhaerotheca

膨 ら み section Sphaerotheca 

鎖生 わ ず か な めhaerotheca

膨 ら み section Magnicellulatae 

鎖生 乳頭突起 Eη，siphe section 

状 Golovinomyces 

単生 こ ぶ し状 EηISI戸he section 

Erysiphe， Microsþhaera 

Uncinula 

単生 こ ぶ し状 Uncinula 

ぐ かね じ れ る か， 分生子柄が菌糸上 に 直立す る の か， 菌
糸 の 側面か ら 生 ず る か， な ど が注 目 さ れ て い る 。 さ ら
に ， 分生子 の形態や大 き さ ， 分生子柄お よ び Foot-cell
の形態 と そ れ ら の大 き さ や場合 に よ っ て は菌糸 の太 さ も
測定す る 必要があ る 。 以上， 分生子世代 か ら 菌の形態的
特徴 を記載す る に は ， 上述の項 目 に つ い て の観察 ・ 記載
が必須であ る 。

⑤ 【!ncinula 型 に 類 別 さ れ る (平 田， 1942， 1955) 。 こ
れ ら の 中 で， Eη'siphe ρolygoni 型 は， 発芽管先端部 の
付着器が こ ぶ し状を呈す る が， 比較的単純な も の か ら 複
雑 な も の ま で種々 で あ る (平田， 1955 ; SATO， 1980) 。
Uncinula 型 は， Uncinula 属 菌 の も の に 特徴 的 で あ る
が， Uncinula 属菌の 中 に は Eη'siphe ρolygoni 型の発芽
管 を生ず る も の も 多 い。

な お， 分生子 の 発芽管 の 形 態 は ( 図 一3) ， ① Sphaer
otheca ρannosa 型， ② Sphaerotheca ルf伊fnea 型， ③
Eη，siphe cichoracearum 型， ④ Eη'siphe ρolygoni 型，

こ れ ま で述べ て き た こ と か ら ， 具体的 な事例 を 考 え て
み た い。 分 生 子 世 代 の 形 態 的 特 徴 か ら ， rEη'siphe 
ρolygoni 型 の Oidium sp.J と い う 場合 に は ， 通常 は フ
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ィ プ ロ シ ン体 を 欠 き ， 分生子 は 単生 し ， 発芽管 の形態が
Eη'siphe ρolygoni 型 で あ り ， 完全世代 が見 つ か る と し
た ら ， Eη'siphe section ErysiPhe か Microゆhaera か
Uncinula に 属 す る 菌 と 考 え ら れ， 少 な く と も Sphaer
otheca や Podoゅhaera， Sawadaea， Phyllactinia， Leveil
lula に は 属 さ な い こ と を 意味 し て い る 。 こ の よ う な 観
点か ら ， 分生子世代 の 形態 的特徴 を 表 3 に 整理 し た 。
上 記 の 例 は， 発芽管 の 形 か ら で は， Eη'siphe section 
Galeopsidis の 可能性 も あ る が， こ の 菌 は 分生子が鎖生
す る 点で異 な る 。

な お， BRAUr-; (1987) は発芽管 の 付着器 で は な く 菌糸
上の付着器の形態 を重視 し て い る が， そ れぞれの付着器
が形態的 に ど の程度 よ く 一致す る の か は， 必ず し も 明確

に さ れて い な し 」 し か し， 筆者 は， 今 ま での経験か ら 両
者が よ く 一致 し て い る と 考 え て い る 。

皿 最近話題 に な っ た う どん こ 病

最近の う ど ん こ 病の新発生 に 関す る 報告 の 中 で， シ ュ
ク コ ン カ ス ミ ソ ウ で の 発生 は ， 衝撃的 で あ っ た 。 そ れ
は， 本宿主が ナ デ シ コ 科 と い う 我が国では今 ま で う ど ん
こ 病が発生 し て い な か っ た 科 に 属 す る 植物であ る こ と ，
広島県 と 福島 県 と い う 離れた と こ ろ で同時に発生 し た た
め で あ る 。 な お， 北米で も 最近 に な っ て ， 同 じ ナ デ シ コ
科の カ ー ネ ー シ ョ ン に う ど ん こ 病が大発生 し 問題 と な っ
て い る (SAENZ， 1995) 。 我が国での本病 に 関 す る ， 病原
菌の宿主範囲や突発的 な発生要因の解明 な ど， 試験 ・ 調
査 を 継続的 に 進 め て欲 し い と 願 う 。 最近話題 に な っ た う
ど ん こ 病 と し て は， 多発 し て い る 新発生 う ど ん こ 病 を取
り 上 げ る べ き か と 思 う が， こ こ では， う ど ん こ 病の分類
学的課題 と かかわ る 話題 に 注 目 し ， 筆者が多少で も かか
わ り を 持 っ た イ チ ゴ， パ セ リ ， デル フ ィ ニ ュ ウ ム お よ び
ト マ ト う ど ん こ 病 を 取 り 上 げた い。

1 イ チ ゴ う どん こ 病

我 が 国 で は 昭 和 7 年 (1932 年) か ら 知 ら れ て い た
(堀， 1932) が， 最近 ま で閉子 の う 殻世代が発見 さ れ な
か っ た 。 1996 年， NAKAZAIVA and UCHIDA は， 温室内でイ
チ ゴ上 に 閉 子 の う 殻 を 発見 し ， 本病菌 を 争haerotheca
aphanis (WallrJ BRAUN vaL aphanis と 同 定 し た 。 こ
の研究 は ， 閉子の う 殻世代 を発見 し ， 本病菌の分類学的
所属 を 明確 に し た こ と で重要であ る が， 本菌の生活史の
解明， あ る い は 閉子の う 殻の形成条件の解明 の た め の材
料 と し て も 重要 な報告 と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 古 く か ら
発生 し て い た う ど ん こ 病菌が， なぜ今に な っ て 閉子の う
殻形成が発見 さ れた の か， あ る い は ヘ テ ロ タ リ ッ ク であ
る 本菌が性的隔離 を 背景 と し て 関子の う 殻形成が阻害 さ

れて い る と し た ら ， どれ く ら い距離的 に 離れた 菌株で閉
子の う 殻の形成が可能であ る の か， そ し て 生活史 の 中 で
の関子の う 殻世代 の役割 な ど は， 興味深い課題で あ る 。
な お， 本病菌 の 生活史 に 関 し て は， 最 近パ ラ 科 の 野草
( シ ロ パ ナ ヘ ビ イ チ ゴ や ミ ツ バ ッ チ グ リ ) 上 の 菌 と の か
かわ り も 論議 さ れ ( 内 田 ・ 中 津， 1998) ， 今後薬剤耐性
菌 を利用 し た栽培イ チ ゴ と 野生植物 と の 聞の行 き 来の 明
確な証明がな さ れ る 可能性が考 え ら れ る 。

2 パセ リ う どん ニ 病

我 が 国 で は， 1989 年， 都崎 ・ 十 河 が， 香 川 県 で の 発

生 を初 め て報告 し た 。 そ の後， 筆者 は ， 埼玉県 と 千葉県
での発生 を 確認 し て い る (未発表) 。 し か し ， ま だ閉子
の う 殻世代 は発見 さ れて お ら ず， 菌の分類学的検討 は進
んでい な し ミ。 パ セ リ と 同 じ 科 に 属す る ニ ン ジ ン に は従来
か ら Eηsiphe heraclei DC の発生が知 ら れ て お り (我
孫 子， 1976) ， 最 近 で は 同 じ 科 の ア シ タ パ で EηsiPhe
polygoni 型 に 属 す る Oidium sp. の 発生 が 報 告 さ れ た
(佐藤 ら ， 1997 a) 0 E. heraclei は ， セ リ 科植物 に 特異的
に発生 し ， 野生の ヤ ブ ジ ラ ミ ， シ ラ ネ セ ン キ ュ ウ な ど に
も 発生す る こ と か ら ， パ セ リ 上の菌 も 本菌 と 深 い か か わ
り があ る と 考 え ら れ る 。 都崎 ・ 十河 (1989) は ， パ セ リ
上の菌が， ニ ン ジ ン と ヤ ブ ジ ラ ミ に 寄生性 を 有す る こ と
を確認 し て い る が， パ セ リ う ど ん こ 病の伝染環 を解明す
る た め に は さ ら に 広範 な検討が求 め ら れ る 。 な お ， 同様
な課題 と し て ， デ ル フ ィ ニ ュ ウ ム や ラ ナ ン キ ュ ラ ス な ど
キ ン ポ ウ ゲ 科 植 物 に 特 異 的 に 発 生 す る 菌 Erysiphe
aquilegiae DC vaL ranuncli (Grev.)  ZHENG and CHEN 
(佐藤 ら ， 1993， 1994) の宿主範囲 に 関 す る 検討 も 重要
で あ る 。 こ の よ う な 寄 生 性 に 関 す る 検 討 は， 我 孫 子
(1978 ， 1982 a， b) や遠藤 (1989) の ウ リ 科植物 う ど ん こ
病菌 を対象 と し た 広範 な研究以後行わ れて お ら ず， 今後
の重要 な課題で あ る 。

3 ト マ ト う どん ニ 病

ト マ ト う ど ん こ 病菌 と し て は， ErysiPhe cichoracear
um DC. (平田， 1956) と Leveillula taurica (Lev.) 
ARNAUD ( 斉 藤 ・ 倉 田 ， 1 9 7 4 ) の ほ か に ， Erysiphe  
ρolygoni 型 の 菌 (和 田 ・ 平 田 ， 1977 : 佐 藤， 1991) が
知 ら れ て い る 。 こ れ ら の 中 で， Erysiphe polygoni 型 の
菌 は 注意が必 要 で あ る と 考 え て い る 。 そ れ は， 1996 年
筆者 ら は ， 富 山 県 内 の 一 つ の 温室 内 で 同 じ 時期 に ト マ
ト ， Datura stramonium， ラ ナ ン キ ュ ラ ス ， キ ュ ウ リ ，
ダイ ズ の 科 を 異 に す る 5 種類の植物 に ， 本菌 に よ る と 考
え ら れ る う ど ん こ 病 の 発生 を 認 め た か ら で あ る (佐藤
ら， 1997 b) 。 さ ら に ， こ れ ら 5 種類 の 植物 上 の 菌 の ほ
か， 三重県産 の タ バ コ ， 富 山 県産 の ミ ニ ト マ ト 上の 菌 を
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併せ て rDNA ・ ITS 領域 の塩基配列 を 解析 し た 結果，
100% の相向性が得 ら れ， こ れ ら 菌 は 同ーか相互 に 極 め
て 近縁な菌 と 考 え ら れた 。 さ ら に サ ラ シ ナ シ ョ ウ マ， セ
ン ニ ン ソ ウ ， タ ケ ニ グ サ， ア ジ サ イ 上の菌 と ， いずれ も
99%以上の相同性 を 有 し ， か つ 系統樹上で単系統の ク ラ
ス タ ー を形成 し た 。 今回富 山 県 で発生 し た 菌 は ， そ の ク
ラ ス タ ー の 中 で最 も 新 し く 分化 し た 可能性が あ り ， 科の
レベル を超 え て 広 い範囲の植物 に 宿主範囲 を拡大 し つ つ
あ る 菌の存在が示唆 さ れ た (高松 ・ 佐藤， 1997) 。 ト マ
ト う ど ん こ 病菌 に 関 し て は， オ ラ ン ダで も ， ト マ ト 上の

菌が多犯性で， 育種上大 き な 問題 と な っ て い る (HUANG
et al.， 1988) 。

W 今 後 の 課 題

最近， 新発生の う ど ん こ 病 に 関 す る 報告が多 い が， そ
の多 く は閉子の う 殻世代が発見 さ れず， 分生子世代 の形
態的特徴か ら Oidium sp. と さ れて い る 。 ま た ， う ど ん
こ 病発生の記録 と し て ， 菌の形態記載がな い ま ま に 宿主
植物の リ ス ト と し て の み記録 さ れ て い る こ と も 多 く ， 分
類学的所属 を 明確 に し て い な い菌 も 多 い。 し た が っ て，
菌の分類学的位置 を 明 ら か に す る う え で， 関子の う 殻世
代の発見 は重要 な課題であ る 。 一方， も し 閉子の う 殻世
代が見つ か ら な い場合で も ， 今 ま で に そ の植物の上で，
菌の形態記載がな さ れて い な い場合 に は ， 分生子世代 の
形態記載 を行 う こ と は重要であ る 。 そ う で な い と ， 発生
し で も 何 ら 記録 さ れず に 埋 も れて し ま う か ら であ る 。 先
に も 述べた よ う に ， う ど ん こ 病菌の分布， 宿主範囲， 生
活史 な ど を 考 え る う え で， 分生子世代 の形態 だ け で も 記
録に と ど め て お く こ と は ， 大変重要であ る こ と を ， こ こ
で も 重ね て 強調 し て お き た い。

と こ ろ で， 近 年 の 分 子 生 物 学 の 発 達 に よ り ， 特 に
rDNA の 塩基配列 を 解析 す る こ と で， 各種生物 の 系 統
進化 を 明 ら か に す る 研究が急速 に 進 め ら れて い る 。 人工
培養で き な い う ど ん こ 病菌 は ， 解析 に必要 な十分な量の
核酸 を 得 る のが困難 な た め ， 解析事例 は極 め て 少 な か っ
た。 し か し ， 高松 ら の 研究 クソレ ー プ は， PCR 増幅 と ダ
イ レ ク ト シ ー ク エ ン ス 法 を 改 良 し ， う ど ん こ 病 菌 の
rDNA の 塩基配列 の 解析 を 可 能 に し た (HIRATA and 
TAKAMATSU ， 1996) 。 現在， 彼 ら の 研究 グ ル ー プ に よ っ
て ， 本病菌の 系統進化 に 関 す る 研究が， 精力 的 に 進 め ら
れて い る (TAKAMATSU et al . .  1998) 。 そ れ ら 研究成果 は ，
今後 う ど ん こ 病菌の分類学的体系化 に取 り 入れ ら れ， 利
用 さ れ る であ ろ う 。 つ ま り ， 分子生物学的研究 に よ っ て
得 ら れた相互近親関係 を示す系統樹 を 参考 に し て ， 閉子
の う 殻世代 と 分生子世代 の形態的特徴 あ る い は形質の再

評価 を行 う こ と で， ど の形質が よ り 重要 な形質か， あ る
い は派生的 な形質か を再認識 し ， う ど ん こ 病菌 の 系統分
類学的枠組みの構築 に 大 き く 貢献す る と 考 え ら れ る 。 現
時点で は ， 分生子世代 の分生子が鎖生か単生か， あ る い
は Podoゅhaera 属 菌 の 付属 糸 が 閉 子 の う 殻 の 赤 道 面 か
ら 生ず る か頂部 に 生ず る か は ， 系統進化的 に か な り 重要
な形質 と 考 え ら れ る な ど， 重 要 な知見が示 さ れて い る 。

一 方 で， 遺伝子解析が可能 に な っ た こ と を 背景 と し
て ， う ど ん こ 病菌の分類学的課題の掘 り 起 こ し が行われ
て い る 。 つ ま り ， ヤ プマ メ や メ ド ハ ギ に 発生 す る Eη'Sl
Phe glycines T AI の 2 変種の よ う に 閉子の う 殻の 形態的
特徴か ら ， 近縁 と 考 え ら れて い た う ど ん こ 病菌が， 系統
樹上大 き く 異 な る こ と が示 さ れ た (佐藤 ら ， 1995) 。 ま
た ， ミ ズ キ 類植物 に 発生 す る Microゆhaerea ρulchra
COOK & PECK の 2 変 種 は ， 最 近 一 種 に 統 合 さ れ た
(BRAlIN ，  1987) が， 分生子世代 の形態的特徴 (発芽管 の
形態 と 分生子 の 大 き さ ) と ， rDNA の ITS 領域 に お け
る PCR-RFLP に よ る 解析の結果， こ の 2 変種 は 明確 に
分 け ら れ る こ と が示 さ れた (佐藤 ら ， 1997 b ;  SATO et 
al . ，  1998) 。 さ ら に ， ウ リ 科や キ ク 科植物 に 発生 す る 多
数の Sphaerotheca ルliginea (SchJ . )  Poll .  sens. HOMMA 
を 対象 と し た 系 統解析 が 行 わ れ， 個 々 の 菌 の 系 統 関 係
は ， 我孫子 に よ っ て 示 さ れた 寄生性の分化 を 反映 し て い
る こ と が示 さ れて い る (平田 ら ， 1997 ; 平田 ら ， 1998) 。
今後， こ れ ら 遺伝子解析 に よ っ て 得 ら れた 成果が， 本病
菌の分類学的課題の解明， あ る い は さ ら に 生態 的課題の
解明 に 大 き く 貢献す る も の と 思わ れ る 。

最後 に， 診断が容易 な う ど ん こ 病で も さ ら に 詳細 な検
討が必要であ る 例 を 示 し た い。 こ れ ま でハ リ エ ン ジ ュ に
発生 す る う ど ん こ 病菌 と し て ， Microsphaera robiniae 
TAI (section TrichocIadieIla) が 知 ら れ て い た が， 筆
者 ら (1996) は ， 北海道で， そ の菌 と は付属糸 の形態が
全 く 異 な る 我 が 国 初産 の Microsphaera subtrichotoma 
BRAUN (section CalocIdia) を ハ リ エ ン ジ ュ 上 で 認 め
た 。 後者 の 菌 は， BUNKINA ( 1978) が極東 の シ ベ リ ア で
ハ リ エ ン ジ ュ 上 の Micros戸haera robiniae T AI と し て 報
告 し た も の を ， 後 に BRAUN (1985) が新種 と し た 菌 で あ
る 。 筆者 ら の報告が 2 例 目 であ る が， 二 つ の菌の分布 に
注 目 し た い。 と こ ろ で， こ の数年来， 刈 り 込 ま れた 後 に
ひ こ ば え と し て生育 し た ハ リ エ ン ジ ュ 葉上 に う ど ん こ 病
が葉一面 に 発生 し て い る 例 を 見 る が， 毎年観察 し で も 閉
子の う 殻の形成 を認め な い。 本病 は い ずれの菌 に よ る の
か明 ら か に で き な い でい る 。

な お ， 三重大学 の 高松 進博士 と 筆者の共同 と い う こ
と で， 学会出版セ ン タ ー と 著者 の天野幸治先生 の 了 解 を
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い た だ き ， 世界の う ど ん こ 病菌の寄主植物 と そ の地理的
分布 の 一 覧表 お よ び そ の ベ ー ス と な っ た 文献一覧 (K.
AMA?<O. 1986. Host range and geographical distribution 
of the powdery mildew fungi， J apan sci. Soc. Press， 
Tokyo， 741 pp.) を デー タ ベー ス 化 し た 。 こ れ は三重大
学 の ホ ス ト コ ン ビ ュ ー タ (http://sansui.bio.mie-u.ac.
jp/ seisan/byori/ download.htmO か ら ダ ウ ン ロ ー ド で
き る の で， ご利用 い た だ き た い。 今後， 可能な 限 り 改訂
し て い き た い の で， ご協力 を お願 い し た い。

本稿 を終 え る に あ た り ， 長年 う ど ん こ 病研究 に 関 し て
ご指導 ・ ご鞭援 を 賜 っ た 新潟大学名誉教授天野幸治博
士， ま た研究活動 に 多大 な ご指導 と ご鞭縫 と ご協力 を賜
り ， 本稿 に 際 し で も ， ご指導 ・ ご助言 を い た だ い た 東京
農業大学教授小林享夫博士， 長年 に わ た っ て 共同研究 に
お付 き 合い い た だ い て い る 東京都専門技術員堀江博道博
士， 三重大学助教授高松 進博士 に 厚 く お 礼 申 し 上 げ
る 。
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